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ー
ー
そ
の
政
治
極
構
皐
と
の
聯
闘
に
於
て

1

|島

恭

彦

目

;<< 

一
、
は
し
が
幸
-
一
、
4
7

ュル
F

1
に
於
け
る
租
税
論
占
融
持
率
と
の
聞
係
一
}
一
、
租
税
の
物
酌
嘉
艇
(
以
上
前
貼
刷
所
載
)

困
、
租
設
の
枇
曾
問
題
、
身
分
的
税
制
の
改
革
玉
、
租
税
の
政
治
皐
、
租
税
利
盛
設
六
、
む
ナ
び

四

租
税
の
融
曾
問
題

前
節
で
吾
k

は
資
本
の
蓄
積
を
妨
げ
る
事
注
し
に
租
税
を
謀
し
符
る
銭
に
は
如
何
一
夜
る
税
源
を
選
ぶ
べ
き
か
と
云
ふ
問
題
に
つ
い

て
チ
ュ
ル
ゴ
l
の
見
解
を
考
察
し
た
。

い
ま
と
れ
を
富
の
生
産
の
主
般
的
方
面
か
ら
見
れ
ば
、
生
産
に
参
加
す
る
階
級
の
中
何
れ
に

租
税
を
賦
課
す
べ
き
か
ん
」
云
ふ
所
謂
「
分
配
の
正
義
」
(
一
戸
」

Z
5
2
公
民
ユ
z
z
z
i

の
問
題
に
関
係
し
て
来
る
。
こ
の
二
つ
の
問
題
は

チ
ュ
ル
ゴ
ー
で
は
同
一
物
の
雨
聞
に
過
ぎ
た
い
の
で
あ
っ
て
、

前
節
で
も
見
た
様
に
税
源
剖
ち
純
牧
入
の
問
題
は
既
に
新
し
い
資
本

主
義
的
友
生
産
関
係
の
問
題
(
従
っ
て
又
租
税
配
分
の
問
題
)
を
含
ん
で
ゐ
る
と
云
へ
る
の
で
る
る
。
従
っ
て
チ
ュ
ル
ゴ

l
の
所
謂
、

ー寸

分

配
の
正
義
」
は
決
し
て
経
済
外
的
左
問
題
で
は
た
い
。
け
だ
し
租
税
は
権
力
者
の
恋
怠
に
よ
っ
て
人
民
に
分
配
さ
れ
る
も
の
で
は
友

〈
、
む
し
ろ
権
力
者
は
新
し
い
生
産
物
の
配
分
割
ち
生
産
闘
係
を
正
義
に
か
左
へ
る
も
の
と
し
て
容
認
し
、
こ
れ
に
租
税
の
配
分
を



適
合
さ
せ
ね
ば
た
ら
た
い
か
ら
だ
。
こ
れ
が
「
分
配
の
正
義
」
の
意
味
で
る
る
。

中
心
と
す
る
新
し
い
階
級
構
成
の
問
題
に
目
を
通
し
て
を
か
ね
ば
な
ら
友
W
o

か
〈
で
吾
々
は
先
づ
チ
ュ
作
ゴ

I
K
従
っ
て
生
産
を

チ
ュ
ル
ゴ
ー
に
よ
れ
ば
新
し
い
階
級
関
係
は
先
づ
唯
一
の
生
産
手
段
た
る
土
地
の
私
有
と
共
に
費
生
ず
る
。

部
ち
土
地
所
有
権
が

確
立
す
る
と
先
づ
耕
作
持
働
か
ら
解
放
さ
れ
た
土
地
所
有
者
地
主
の
階
級
と
直
接
耕
作
に
従
事
す
る
耕
作
者
の
階
級
が
分
離
す
る
。

突
に
土
地
生
産
物
と
自
己
の
狩
働
を
交
換
し
て
工
業
生
産
物
を
作
る
工
業
者
の
階
級
即
ち
被
傭
者
階
級
吉
弘
揮
さ
守
山
口

zs
が
帯
四

生
す
る
。
耕
作
者
は
刺
除
償
値
(
純
牧
入
)
を
直
接
生
産
し
、

工
業
者
に
食
料
及
び
原
料
佐
供
給
す
る
「
生
産
者
階
級
」

(口一
P
目
。
官
。

(Z

円

E
2
)
と
し
て
工
業
者
に
針
し
て
「
白
然
的
、
物
理
的
優
越
性
」

を
保
有
し
で
ゐ
る
。

41E 
O 

(
甘
『

E
g
d伝
己
主
Z

弓
=
今
己
主
】
}
亘
ヰ
ロ
巾
)

て
己

L
忙
耕
作
者
、

工
業
者
(
被
傭
者
て

地
主
の
一
一
一
階
湖
が
成
立
す
る
。

と
れ
は
英
側
古
典
準
誠
に
見
ら
れ
る
棋
な
資
本
家
、
持
働

者
、
地
主
の
三
分
設
で
は
な
い
。
第
一
忙
耕
作
者
と
工
業
者
(
被
傭
者
)
の
関
係
は
一
見
資
本
家
針
労
働
者
の
関
係
の
様
で
あ
る
が
、

と
の
聞
に
生
十
る
優
劣
の
闘
係
同
一
死
来
農
業
と
工
業
の
聞
に
生
十
る
優
劣
の
闘
係
に
過
ぎ
な
い
。

而
も
耕
作
者
の
利
潤
は
チ

A

ル
ゴ

ー
に
よ
れ
ば
単
に
耕
作
曲
労
働
の
俸
酬
に
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
第
二
に
土
地
は
代
表
的
友
資
本
で
あ
り
、
地
主
は
従
っ
て
代
表
的
投
剰
徐

債
値
の
取
得
者
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
租
税
の
負
携
能
力
か
ら
見
れ
ば
枇
舎
は
地
主
階
級
邸
ち
財
を
自
由
忙
鹿
分
し
得
る
階
級
(
口
一
副
間
忠

告
回
唱
。
コ
言
。
)
と
耕
作
者
や
工
業
者
等
の
財
を
底
分
し
得
ざ
る
階
級
(
の
一
P
由
。
ロ
O
ロ
L
2
3
2
笠
ふ
に
分
れ
る
。
尤
も
チ
L

U

F

O

コ
1
は
常
時

フ
ラ
ン
ス
の
財
政
経
済
に
謝
し
て
支
配
的
友
勢
力
を
振
っ
て
ゐ
た
貸
付
資
本
家
を
地
主
階
級
と
同
列
に
置
く
か
ど
う
か
に
つ
い
て
多

少
迷
っ
た
様
に
見
え
る
。
確
か
に
何
等
団
摘
す
と
こ
ろ
友
く
一
定
の
所
得
を
う
け
る
身
分
か
ら
見
れ
ば
地
全
階
級
に
属
す
る
様
に
見
え

る
が
・
併
し
利
子
そ
の
も
の
は
前
節
に
漣
ぺ
た
様
に
汲
生
的
た
官
で
あ
り
新
に
附
加
さ
れ
た
宮
で
は
な
い
か
ら
、
粧
済
的
に
は
地
主

チ
ユ
ル
ゴ
!
の
租
税
論
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世

階
級
に
属
さ
た
い
と
云
ふ
の
が
チ
ュ
セ
コ

l
の
結
論
で
る
っ
た
。
従
っ
て
い
ま
や
地
主
は
唯
一
の

ミ
円
一

zs
〔

}-ω
司

Dz-r-o

ム
」
な
っ

tc 

「
と
の
地
主
階
級
だ
け
は
、
生
活
の
必
需
品
を
も
と
め
る
た
め
に
一
種
の
特
殊
左
持
働
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
を
要
し
た
い
か
ら

戦
争
や
司
法
、
行
政
と
謂
ふ
様
友
社
曾
の
一
般
的
欲
求
に
つ
く
す
事
が
出
来
る
。
そ
の
方
法
は
或
は
個
人
的
勤
弊
に
よ
り
或
は
共
枇

と
の
一
部
を
以
て
国
家
活
し
〈
は
枇
舎
は
か
L

る
機
能
を
田
町
し
得
る
人
を
傭
ふ
の
で
あ

人
の
一
部
の
納
入
に
よ
る
の
で
る
っ
て
、

る
A
V

」
と
の
階
級
闘
係
に
闘
す
る
概
念
も
前
週
の
純
牧
入
に
闘
す
る
チ
ュ
ル
ゴ
l
の
意
見
と
同
国
怖
に
、
結
措
い
衣
に
ま
と
は
れ
て
ゐ
る
様

に
忠
は
れ
る
。
仰
ち
耕
作
者
も
動
産
の
所
有
者
も
質
保
持
働
新
と
等
し
〈
、
射
在
成
分
し
得
ざ
る
階
級
の
中
に
入
れ
ら
れ
、
地
京
階

級
が
画
家
の
唯
一
の
支
柱
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
は
租
税
を
荷
ふ
新
し
い
市
民
階
放
の
姿
が
認
識
さ
れ
て
ゐ
泣
い
様
で
あ
る
。

併
し
他
方
で
枇
曾
を
剰
徐
債
値
(
純
牧
入
)
を
取
得
す
る
階
級
と
こ
れ
を
生
産
す
る
階
級
と
に
分
ち
、
而
も
と
の
柄
者
の
関
係
を
祉
舎

の
慣
習
や
身
分
的
特
槽
に
腸
せ
や
に
あ
く
ま
で
透
明
た
経
済
闘
係
と
し
て
認
識
し
た
事
は
な
ほ
中
世
の
身
分
的
位
階
制
の
概
念
を
脆

別

し
切
れ
な
か
っ
た
ケ
ネ
1
の
枇
舎
観
に
比
す
れ
ば
著
し
い
進
歩
と
云
は
ね
ば
た
る
ま
い
。

何
れ
に
せ
よ
右
の
様
左
階
級
構
成
は
チ
品

ル
ゴ
ー
に
と
っ
て
正
義
、
人
道
に
か
た
へ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
に
反
す
る
一
切
の
奮
制
度
、
従
っ
て
身
分
的
税
制
は
「
臆
制
的
」
、

「
非
人
道
的
」

(
q
E
E
Z
E
O
U
S
E邑
苫

担

F
Z
E
P
Z
Z
S
と
呼
ば
れ
た
。
従
っ
て
い
ま
こ
の
身
分
的
税
制
を
批
判
し
こ
れ
を
新
し
い
階

級
構
成
に
則
し
て
掛
製
革
す
る
事
が
チ
ュ
ル
ゴ

1
の
問
題
た
の
で
る
る
。

と
こ
ろ
で
チ
ュ
ル
ゴ

1
の
座
制
的
、

非
人
道
的
と
呼
ん
だ
封
建
制
度
は
最
大
の
土
地
所
有
者
た
る
数
舎
と
貴
族
が
土
地
所
有
に
墓

い
で
褒
生
す
る
一
一
切
の
支
配
権
(
徴
税
糖
、
裁
判
権
、
寧
備
に
闘
す
主
催
、
夫
役
徴
獲
の
権
等
々
)
を
土
地
に
隷
嵐
ず
る
農
民
や
小
生
産
者
の

k
に
振
ふ
事
の
出
来
る
構
造
を
持
っ
て
ゐ
る
。

こ
L

で
は
枇
舎
の
最
下
屠
に
あ
る
農
民
が
一
切
の
物
質
的
負
婚
を
荷
ひ
、
震
回
作
の
鍵

Turgot.1 Reftexions， ?，. 93. 
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を
に
ぎ
る
僧
侶
と
戦
闘
に
た
づ
さ
は
る
貴
族
と
は
か
L
る
負
搭
か
ら
解
放
さ
れ
て
ゐ
た
。
か
う
し
て
農
民
の
負
捲
す
る
タ
イ
ユ
や
夫

役
は
身
分
的
隷
属
閣
を
象
徴
し
、
反
叫
割
に
免
税
は
一
一
種
の
身
分
的
特
檎
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

て
そ
の
財
を
、
貴
族
は
そ
の
血
を
、
而
し
て
伶
侶
は
そ
の
祈
り
を
。
」
こ
れ
が
身
分
的
税
制
を
癖
議
す
る
封
建
枇
舎
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

で
あ
っ
た
。
尤
も
か
L
る
典
型
的
友
封
建
枇
舎
が
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
い

Q 「
人
民
は
闘
家
の
必
要
に
射
し

一
方
で
絶
針
王
制
の
出
現

以
来
貴
族
や
僧
侶
は
政
檎
か
ら
退
い
て
皐
在
る
地
主
階
級
と
な
り
、
他
方
で
第
三
身
分
の
中
陀
活
動
的
た
資
本
家
が
残
生
し
て
次
第

に
身
分
的
特
構
の
領
域
を
浸
蝕
し
て
行
っ
た
。
併
し
封
建
的
秩
序
は
究
第
に
崩
壊
し
つ
L
あ
っ
た
に
も
拘
ら
や
、
醤
い
身
分
的
税
制

-
E
租
税
に
闘
す
あ
身
分
的
偏
見
は
を
の
ま
L
残
存
し
、
生
産
一
者
は
依
然
と
し
て
夫
役
や
タ
イ
ユ
の
負
婚
に
悩
み
、
貴
族
や
僧
侶
は
向

糊
世

b
F
の
租
税

hr-免
れ
ど
ぬ
た
。

チ
ュ
ル
ゴ
!
の
終
神
地
十
は
官
制
度
の
権
内
で
鵡
っ
た
か
う
し
た
新
し
い
階
級
構
成
の
襲
化
ど
認
識
し

と
れ
に
基
い
て
護
税
制
を
改
革
し
ゃ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

と
の
改
革
は
正
に
新
し
い
階
級
閥
係
と
奮
い
税
制
の
矛
盾
か
ら
起
る

敢
・
々
の
枇
曾
問
題
の
解
決
で
一
泣
け
れ
ば
恋
ら
な
い
。

吾
々
は
先
づ
チ
ェ
ル
ゴ
ー
が
人
民
(
旬
。
z
立
σ)

と
呼
ぴ
庶
民

(5E-一
理
)
と
呼
ぶ
第
三
身
分
に
闘
す
る
租
税
の
枇
舎
問
題
か
ら
始
め

ゃ
う
。

千
エ
凶
作
ゴ
ー
は
と
れ
ら
勤
弁
大
衆
の
中
に
、
新
し
い
駐
舎
の
活
動
的
分
子
を
認
め
、

乙
れ
を
一
切
の
葎
制
度
の
負
婚
と
極
椎

か
ら
解
放
し
て
、
彼
等
の
「
努
働
の
槽
利
」
(
一

E
T
-
9
5豆
=
胃
)
を
確
立
し
ゃ
う
と
し
た
。

殊
に
耕
作
者
の
崎
労
働
を
純
牧
入
の
源

泉
と
し
て
、

と
れ
に
「
如
何
左
る
座
制
も
損
ふ
事
の
出
来
な
い
」
神
聖
た
枇
合
的
役
割
を
認
め
た
事
は
、
営
時
保
残
存
し
て
ゐ
た
農
民

に
劃
す
る
身
分
的
蔑
硯
と
封
立
す
る
新
し
い
見
解
で
る
る
同

と
と
ろ
で
チ
ュ
ル
ゴ
ー
が
農
村
の
勤
勢
階
級
に
謝
す
る
最
大
の
桂
桔
と

し
て
る
げ
た
の
は
領
主
政
治
の
遺
物
、
夫
役

(
8
2
な
)
で
る
っ
た
。
リ
モ

1
ジ
ュ
地
方
に
在
任
の
時
代
や
犬
甜
明
大
臣
の
時
代
、
彼
は

チ
品
ル
ゴ
ー
の
租
稔
論

第
四
十
五
巻

第
五
貌

六
八

:fu 

Vgl. La..alle， D田 Arbei terprogram m. 
Turgot， Lettre sur la libertt du COITlmerce de grains. (Ocuvres Tome 1) p. 
190. -Voil九， donc la part du cultivate"Ll'l'， elle e~t sacree， et la tyrannie ne 
pOllrrait l'entamer， a peine d'arrète]~ 1，[1刊productionde tarir la.曲urce.des 
irnpδt.-
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チ
ユ
ル
ゴ
ー
の
租
稜
論

第
四
十
五
を

第
五
銃

ゴμ

六
八
四

幾
度
と
た
く
夫
役
の
災
害
を
述
べ
そ
の
庭
止
を
論
じ
て
ゐ
私
。
例
へ
ば
軍
隊
の
職
誌
に
つ
い
て
農
民
の
提
依
す
べ
き
牛
馬
.
荷
車
、

共
他
の
持
働
奉
仕
は
金
納
の
租
税
よ
り
も
、

は
る
か
に
不
公
平
且
つ
苛
酷
左
租
税
で
あ
る
。
持
役
の
激
し
い
筋
に
人
夫
や
車
馬
の
供

給
が
滞
る
と
道
路
で
見
つ
か
り
次
第
の
農
民
が
そ
の
卒
お
と
共
に
徴
食
さ
れ
る
。
と
れ
に
剥
し
て
幾
何
か
の
賠
償
が
支
排
れ
る
が
、

農
村
か
ら
目
的
地
へ
の
往
復
に
要
す
る
数
日
聞
の
耕
作
の
放
棄
、
或
は
苛
酷
友
労
役
の
た
め
に
生
十
る
車
応
尖
他
悲
鳴
先
生
産
手
段
I
A

ぴ
持
働
力
の
勝
一
減
等
々
を
考
慮
に
入
れ
る
た
ら
ば
、

と
れ
は
甚
し
く
過
重
注
租
税
で
あ
る
。

チ
ュ
ル
ゴ

l
は
輸
送
費
を
経
済
化
し
負

鮮
の
公
U
l
佐
則
す
る
錦
K
、
金
納
め
租
税
を
地
主
K
識
す
る
事
佐
提
案
し
た
。
蕊
し
「
金
納
租
税
は
国
主
の
人
民
に
到
し
て
、
そ
の

財
産
に
比
例
し
て
分
配
さ
れ
る
。
現
物
負
捨
は
行
き
首
り
ぼ
っ
た
り
比
個
人
を
撃
ち
一
、

聞

を
破
壊
す
る
」

一
切
の
財
産
の
中
で
確
に
最
も
貴
重
な
自
由

ま
た
千

L

ル
ゴ
ー
は
分
従
長
の
地
主
に
劃
す
る
身
分
的
隷
属
を
駿
し
狽
立
自
告
の
資
本
家
的
小
作
人
を
育
て
る
震
に

耕
作
者
に
諜
せ
ら
れ
る
タ
イ
ユ
の
廃
止
を
主
張
し
た
事
は
既
に
前
節
で
述
ぺ
た
。
樹
立
の
小
作
人
が
都
民
生
し
た
フ
ラ
ン
ス
北
部
は
隷

農
的
分
径
制
の
支
配
す
る
地
方
に
比
較
し
て
貴
族
の
勢
力
が
著
し
〈
衰
退
し
て
ゐ
た
地
方
で
あ
る
事
を
忠
へ
ば
、

チ
ュ
ル
ゴ

1
の
主

張
は
皐
た
る
経
済
的
自
由
を
越
え
た
枇
曾
的
自
由
を
目
指
し
て
ゐ
た
と
言
へ
や
う
。
更
に
彼
は
農
民
ば
か
り
で
友
〈
、
所
謂
被
傭
者

階
級
を
も
税
交

ω
追
求
や
苛
酷
た
財
政
罰
か
ら
擁
護
し
ゃ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、

と
の
射
に
つ
い
て
い
ま
詳
遇
す
る
事
を
避
け
や

ぅ
。
と
こ
ろ
で
勤
持
階
級
を
と
ら
へ
る
と
れ
等
一
切
の
「
間
接
税
」
は
、

チ
ュ
ル
ゴ

l
の
特
嫁
論
に
よ
れ
ば
、
究
局
的
に
地
主
に
鞠
嫁

さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
併
し
こ
の
轄
嫁
は
間
接
税
の
負
捨
に
よ
る
勤
弊
階
級
の
窮
乏
と
壊
滅
の
結
果
、
土
地
生
産
力
(
純
収
入
)
及
び
地

主
の
所
得
の
減
退
と
恋
っ
て
現
れ
て
来
る
過
程
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
そ
れ
は
英
国
古
典
事
訳
や
そ
の
亜
流
の
理
解
し
た
桜
左
阜
た
る

債
格
現
象
で
は
た
〈
、

一
つ
の
重
大
た
枇
曾
問
題
で
-
泣
け
れ
ば
友
ら
た
い
。

チ

f
w
ゴ
ー
は
こ
の
事
貨
を
よ
ぐ
理
解
し
て
ゐ
た
。
被

Turgot， Lettres relatives a l'abolition de la corvee pour les 1transport:-; 
militaires. (Oeuvres. Tome IIj 
Turgot.. Oeuvres， Torne II， p. 106. 

37) 

38) 



が
「
悶
接
税
」
を
碍
嫁
作
用
の
ま
L
に
放
任
し
友
か
っ
た
の
は
け
だ
し
嘗
然
の
事
で
あ
る
。

さ
て
チ
ュ
ル
ゴ

1
は
以
上
の
様
宏
蕎
制
度
の
根
底
を
ゆ
り
動
か
し
つ
つ
あ
る
租
税
の
枇
曾
問
題
を
考
察
し
た
後
、

地
主
階
級
の
免

税
特
槽
の
魔
止
を
主
張
せ
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
。
荒
し
人
民
に
封
ず
る
租
税
を
累
積
せ
し
め
た
の
は
明
か
に
地
主
の
発
税
特
楳
で
る

っ
た
か
ら
だ
。

チ
コ
ル
ゴ
ー
は
こ
の
特
権
が
既
に
資
質
的
内
容
を
喪
ひ
、
間
平
に
葎
制
度
の
惰
性
に
よ
っ
て
存
績
し
て
ゐ
る
形
骸
に
過

ぎ
な
い
事
を
知
っ
て
ゐ
た
。
も
し
地
主
階
級
が
貴
族
や
僧
侶
と
云
ふ
様
左
身
分
を
楯
に
と
っ
て
間
接
税
を
更
に
掠
張
す
れ
ば
、
そ
れ

は
前
述
し
た
様
に
民
衆
の
貧
困
、
土
地
生
産
力
の
減
退
、
救
済
費
の
増
大
等
々
の
過
程
を
通
じ
て
結
局
地
主
自
ら
の
負
婚
を
増
加
さ

せ
る
に
過
ぎ
な
い
。

チ
ェ
ル
。
つ

1
は
り
そ
ー
ジ
ェ
地
方
の
特
礎
的
地
主

κ
つ
い
て
か
う
言
っ
て
ゐ
る
。
「
幾
人
か
の
地
主
は
と
う
/
¥

否
膝
な
し
に
彼
等
の
懐
想
的
特
機
ぱ
有
利
ゼ
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
甚
し
く
有
害
で
あ
り
、
彼
等
の
耕
作
者
そ
全
滅
さ
吃
る
械
た
相
役

却

は
こ
と

λ
¥〈
自
分
自
身
の
上
に
落
ち
か
ミ
る
の
だ
と
云
ふ
事
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
o
」
か
う
し
て
経
済
法
則
の
貫
徹
に
よ
っ

て
免
税
特
悔
は
有
名
無
責
に
な
っ
て
ゐ
る
。
と
れ
は
併
し
特
構
成
止
の
云
は

r
消
極
的
理
由
で
あ
っ
た
。

チ
ュ
ル
ゴ

l
は
更
に
積
極
的
理
由
の
一
つ
と
し
て
、

貴
族
や
僧
侶
の
特
権
を
理
由
づ
け
て
ゐ
た
歴
史
的
保
件
が
消
滅
し
た
事
貨
を

あ
げ
た
。
例
へ
ば
貴
族
が
国
王
か
ら
授
け
ら
れ
た
封
土
に
針
し
て
軍
役
奉
仕
の
義
務
を
負
捲
し
て
ゐ
た
時
代
に
は
、
庶
民
と
異
る
身

分
と
し
て
租
械
を
免
除
せ
ら
れ
る
理
由
は
あ
っ
た
が
、
兵
士
が
直
接
中
央
政
府
に
よ
っ
て
庶
民
階
級
か
ら
徴
集
さ
れ
、
貴
族
は
全
〈

軍
役
か
ら
解
放
さ
れ
る
時
代
に
は
も
は
や
貴
族
の
免
税
特
楼
の
レ
l
ゾ
ン
ニ
ア

I
ト
ル
は
存
し
た
い
。
而
も
軍
事
費
の
少
い
聞
は
と
の

特
権
の
不
合
理
も
さ
う
感
ぜ
ら
れ
十
に
済
む
か
も
知
れ
な
い
が
、
近
時
植
民
地
貿
易
の
保
護
と
打
綾
〈
戟
飢
の
震
に
強
大
な
陣
海
軍

の
建
設
せ
ら
れ
る
と
と
L
た
り
、

こ
の
費
用
を
庶
民
に
の
み
負
婚
さ
せ
る
免
税
特
懐
は
い
よ
/
¥
た
へ
難
い
、
不
公
平
左
制
度
と
な

千
ユ
ル

f

I

D
租
積
論

第
四
十
五
巻

六
八
五

第
五
競

九

Turgot， Memoire sur la sUJ!"charge (FEmpositions. (Oeuvres Tome， I) p・54Sル39) 



てコ
て

ゐ
る40)

。チ

こよL

¥レ
=t' 

に，

貴ゐ
族租
に積
課論
税
す

'" き
第

の
理
由
治t

あ
る。

第
四
十
五
巻

第
五
銃

九
四

六
八
六

チ
ュ
ル
ゴ

l
が
大
蔵
大
臣
の
時
代
(
一
七
七
六
年
)
に
出
し
た
特
機
庭

止
の
法
律
に
封
し
て
、
護
制
度
を
滞
議
す
る
司
法
卿
ミ
ロ
メ

(
含
呂
町
『
。
E
h口町一
-
m
p三
ο
L
B
ω
自
言
M
)

は
、
貴
族
の
胸
に
崇
高
な

奉
仕
の
気
質
を
養
ひ
る
わ
せ
て
民
衆
の
命
武
の
精
榊
を
漏
養
す
る
に
は
、
貴
族
の
軍
事
的
特
格
を
隼
重
し
な
け
れ
ば
友
ら
な
い
と
諭

乙
れ
に
射
し
て
千

f
w
ゴ
ー
は
「
貴
族
が
平
氏
と
同
様
に
租
税
を
支
排
ふ
他
の
岡
氏
が
我
園
氏
よ
り
も
勇
敢
で
た
い
ム
」
は
限

ら
注
い
o
」
と
際
酬
し
て
ゐ
る
。

じ
た
。特

機
股
止
の
一
見
に
軍
要
注
理
由
'
と
し
て
、

チ
ュ
ル

f

l
は
.
常
時
身
分
や
官
臓
の
賀
川
氏
が
盛
ん
に
行
は
れ
、
資
本
主
帯
較
し
た
プ

ル
ジ
ョ
ア
は
容
易
に
特
権
階
級
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
様
に
た
っ
た
事
貫
を
指
摘
し
た
。

か
う
し
た
事
貨
に
よ
っ
て
免
税
特
様
を
有
つ

階
級
と
有
た
ざ
る
階
級
と
の
匝
別
は
も
は
や
貴
族
、
伶
侶
、
平
氏
の
如
き
身
分
的
匝
別
で
は
宏
く
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
貧
民
と
の

単
純
な
経
済
的
恒
別
に
・
な
っ
て
ゐ
た
。

と
の
新
し
い
枇
舎
情
勢
に
劉
し
で
奮
い
身
分
的
税
制
は
ま
す
/
¥
不
合
理
た
制
度
と
た
る
事

は
言
ふ
ま
で
も
た
い
。

「
特
搭
が
蓄
き
岡
家
の
防
衛
者
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
時
代
に
或
は
ひ
と
件
¥
が
い
だ
い
て
ゐ
た
か
も
知
れ
泣
い

様
な
特
権
階
級
に
針
す
る
隼
敬
の
念
を
、

い
ま
特
椋
階
級
が
国
家
を
搾
取
す
る
租
税
請
負
人
の
集
固
に
等
し
く
た
っ
た
際
に
、
倫
昔

と
同
じ
ゃ
う
な
限
で
見
る
事
は
た
し
か
に
不
可
能
で
る
る
。
偲
令
さ
う
で
友
く
て
も
、
金
持
を
発
税
す
る
た
め
に
貧
民
に
一
切
の
負

婚
を
荷
は
せ
る
と
は
何
ん
と
云
ふ
政
策
で
あ
ら
う
H
・
」
特
樺
的
身
分
は
い
ま
や
単
純
た
る
地
主
階
級
即
ち
℃
円
E
m
f
-
E
ち
E
Z
o
J
と

し
て
専
ら
共
の
所
有
す
る
財
産
、
牧
得
す
る
純
牧
入
の
故
に
課
税
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
た
い
。

こ
の
主
張
に
於
い
で
も
千
ュ
ル
ゴ

1
は

徹
底
し
て
ゐ
た
。
彼
は
奮
制
度
に
於
い
て
は
貴
族
中
の
貴
族
で
あ
っ
た
岡
玉
を
地
主
と
云
ふ
経
済
的
範
鳴
に
入
れ
、
図
王
も
亦
所
有

地
の
存
す
る
地
方
に
納
税
し
て
、
特
権
階
級
に
卒
先
し
て
範
を
た
れ
ね
ば
左
ら
た
い
と
論
じ
た
の
で
る
つ
わ
【

と
L

K
至
っ
て
、
身

Turgot， Oeuvres. Tome IJ. (Obserbations du garde des sce♂ux et contre-
ob;erbations rle Turgot sur la 5upression de la COI'V企ι)
Turgot， Oeuvrel:i. Tome II， p. 277・
Turgot， Oeuvres. Tome U， p. 276. 
Turgot， Oeuv問 s.Tome II， p. 282・
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こ
れ
を
有
産
階
級
(
町
一
目
印
刷
叩
己
一
回
ち
E
g
o
)
と
無
産
階
級
(
口
一
包
括
ロ
口
口
己
一
日
唱
。
E
g
o
)

州
制

済
関
係
と
し
て
と
ら
へ
た
チ
ェ
ル
ゴ

1
の
経
済
壌
の
方
法
は
漸
く
革
命
的
注
意
義
を
な
び
て
く
る
の
で
あ
る
。

と
の
透
明
た
経

分
関
係
か
ら
枇
舎
を
抽
象
し
、

併
し
前
節
で
も
見
た
様
に
チ
ェ
ル
イ
一
ー
が
身
分
的
税
制
の
費
革
に
つ
い
て
、

先
頭
に
立
て
た
の
は
英
同
古
典
準
抵
の
様
に
産
業
資

本
家
(
チ
ユ
ル
ゴ
ー
で
は
庚
〈
勤
捗
階
級
主
意
味
し
て
ゐ
る
。
)

の
利
一
貨
で
は
な
〈
、
む
し
ろ
彼
は
地
主
の
利
益
に
産
業
資
本
の
利
盆
を
従
属

さ
せ
安
協
さ
せ
ゃ
う
と
し
た
と
言
へ
る
。

チ
L

ル
ゴ
ー
が
反
感
を
い
だ
い
て
ゐ
る
の
は
身
分
的
特
権
で
る
っ
て
、
経
桝
撃
的
範
鳴
と

し
て
の
地
主
で
は
た
い
。
被
は
む
し
ら
、
耕
作
者
の
グ
イ
ユ
を
殿
止
し
て
自
主
猟
立
の
小
作
人
を
育
て
る
事
は
先
づ
地
主
自
身
の
利

担
金
で
あ
る
と
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。

か
う
し
て
チ
ュ
ル
ゴ
l
は
営
時
の
都
市
中
心
の
財
政
K

策
を
農
村
の
利
径
の
方
向
へ
鴎
換
さ
せ

或
は
日
夜
ペ
ル
サ
イ
2

の
擁
認
に
列
席
し
て
ゐ
た
特
織
的
不
渡
地
主
の
闘
心
ht
吸
鉢
せ
る
法
村
へ
向
け
ゃ
う
と
し
た
も
の
ら
し
い
巾

か
う
し
た
農
村
中
心
、
或
は
む
し
ろ
地
主
中
心
の
考
へ
方
は
次
に
租
税
の
政
治
論
を
検
討
す
る
際
、

い
よ
/
¥
明
か
に
な
っ
て
来
る

だ
ら
う
。

五

程

程

の

政

治

事

チ

f
N
ゴ
1
は
身
分
的
税
制
の
か
も
し
出
す
祉
舎
的
懲
害
を
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
亙
っ
て
考
察
し
た
後
‘

高
四
税
制
は
有
産
者
の
負
捲

に
よ
る
新
し
い
税
制
に
改
革
さ
れ
ね
ば
友
ら
友
い
所
以
を
説
い
た
の
で
あ
る
が
、

と
の
改
革
は
同
時
に
葎
い
身
分
同
家
の
揚
棄
で
あ

り
、
新
し
い
市
民
岡
山
家
の
俳
遣
で
な
け
れ
ば
な
ら
左
い
。
勿
論
彼
は
葎
制
度
の
下
で
も
耕
作
者
、
共
他
勤
持
階
級
の
深
刻
な
窮
乏
を
緩

和
す
る
た
め
に
、
地
主
は
「
間
接
税
」
の
一
部
を
負
櫓
し
「
法
の
あ
ま
り
に
苛
酷
な
る
を

(
F
M門
品
目
含
]
包
含
『
s
h
e
-
P
F
F
)
匡
lE 

チ
ユ
ル
ゴ
ー
の
租
枕
諭

第
凶
十
五
巻

第
五
競

九
:E. 

六
八
七

f骨伺の3i¥積特権についても貴族主同様の事が設へる。但しチュルゴーはf曾侶
階級の政治的枇曾的主主用を貴族のそれより高〈評慣してゐた様に思はれる。
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第
四
十
五
巻

六
凡
凡

第
五
競

チ
ユ
ル
ゴ
ー
の
租
税
諭

し
て
ゐ
孔
」
事
貫
を
認
め
て
ゐ
る
。
併
し
こ
の
地
主
階
級
の
譲
歩
は
た
官
経
済
の
領
域
で
潟
さ
れ
た
自
由
意
志
に
基
く
も
の
に
温
空

九
六

ゃ
、
そ
と
に
公
正
た
組
税
制
度
が
成
立
し
た
わ
け
で
も
た
く
、
租
税
に
闘
す
る
身
分
的
偏
見
が
消
滅
し
た
わ
け
で
も
注
い
。

チ
ュ
ル

ゴ
ー
は
後
世
の
時
嫁
禦
概
論
者
の
様
に
特
嫁
に
よ
っ
て
公
正
な
租
税
が
賓
現
ず
る
と
は
考
へ
な
か
っ
た
。

公
正
な
租
税
と
新
し
い
租

税
倫
理
を
昨
開
立
す
る
た
め
に
は
.
新
し
い
政
治
組
織
と
公
民
教
育
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
市
民
自
ら
政
治
組
織
に
参
加
し
公
共
心

を
養
仏
、
租
叫
惜
の
公
共
性
と
納
侃
義
務
。
本
質
を
よ
〈
理
解
す
る
事
で
あ
る
。
新
し
い
租
枕
と
租
税
倫
現
の
確
立
は
新
し
い
悶
家
tc

問
4

添
加
制
念
の
確
五
で
た
り
れ
ば
な
ら
紅
い
。

と
れ
は
荘
闘
い
税
制
が
そ
の
ま
h
A

十
銘
制
度
の
飲
陥
と
倫
明
的
額
融
院
を
表
は
し
て
ゐ
た
事
寅

を
知
れ
ば
容
易
に
納
得
出
来
ゃ
う
。

ル
ヰ
十
六
世
に
嘗
て
た
税
制
改
革
論
の
中
で
チ
ュ
ル
ゴ
l
は
蓄
税
制
に
件
ふ
政
治
的
弊
害
を
次

の
様
に
遁
ぺ
て
ゐ
る
。

「
か
う
し
て
各
人
は
互
に
欺
き
公
共
費
を
隣
人
に
碍
嫁
し
ゃ
う
と
し
ま
す
。
牧
入
も
隠
匿
さ
れ
て
甚
だ
不
完

会
一
に
し
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

而
も
其
は
び
と
が
稀
し
て
、

(〈。

Z
昌
之
昌
広
め
民

2

吾
-R

の
閥
王
は
人
民
と
交
戦
献
態
に
あ
る

同

5
2
0
2
8
8ロ
宮
与
一
司
)

と
云
ふ
様
な
札
聞
の
仕
方
に
よ
っ
て

r
bり
ま
す
。
偲
令
、

そ
れ
は
見
か
け
だ
け
の
も
の
に
せ
よ
常

に
い
ま
は
し
く
、

い
た
ま
し
い
か
や
う
な
紛
争
の
中
に
あ
っ
て
、
誰
一
人
と
し
て
政
府
に
味
方
し
ゃ
う
と
す
る
も
の
な
く
、
さ
う
す
る

も
の
は
唯
々
悪
意
の
限
を
以
て
見
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
こ
に
は
一
片
の
公
共
心
ず
ら
存
在
し
ま
せ
ん
。
と
云
ふ
の
は
誰
の
目
に
も
明

岨

か
た
、
よ
く
知
ら
れ
た
公
共
的
利
益
な
ど
存
在
し
な
い
か
ら
で
す
よ
更
に
チ
ュ
ル
ゴ
ー
は
こ
の
閣
玉
に
封
ず
る
進
言
の
冒
頭
で
「
陛

を
も
っ
て
ゐ
な
い
と
云
ふ
事
か
ら
生
じ
る
の
で
引
o
」
と
断
言
し

下
よ
、
わ
吉
は
い
の
源
は
あ
一
な
た
の
人
民
が
組
織
(
の
C
Z
E
E
-
C
D
)

て
ゐ
る
。

一
隠
こ
れ
は
如
何
ゑ
る
組
織
な
の
で
あ
ら
う
か
。
吾
々
は
具
慢
的
た
政
治
組
織
や
租
税
制
度
の
説
明
に
立
入
る
前
に
、
先

づ
一
通
り
チ
ュ
ル
ゴ

l
の
図
家
観
を
見
て
を
か
う
。

Turgot~ Oeuvres， Tome.， II， p. 259・
Turgot， Sur les Mllnicipalites. Oeuvres. Tome II， p刷 5"5・
Turgot， op. cit. p. 50~ 
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チ
ュ
ル
ゴ

I
の
園
家
は
草
に
支
配
者
と
人
民
と
の
聞
の
法
的
、

倫
理
的
関
係
で
は
な
く
、

経
済
的
ソ
リ
ダ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
と
と

は
前
に
少
し
〈
燭
れ
た
。
園
家
又
は
そ
の
組
織
は
新
し
く
成
立
し
ゃ
う
と
す
る
市
民
的
生
産
関
係
の
法
的
承
認
な
の
で
あ
る
。

れ
は
自
然
法
の
重
要
な
命
題
で
あ
る
。
)
チ
ュ
ル
ゴ
ー
に
あ
っ
て
は
公
構
力
(
一
。

F
5
0
宮
Z
E
E
)
は
私
有
財
産
の
成
立
と
共
に
始
ま
る
。

一
光
来
原
始
時
代
に
於
で
は
土
地
や
そ
の
生
産
物
は
個
人
の
力
で
守
ら
れ
保
詮
さ
れ
て
ゐ
た
に
過
ぎ
友
か
っ
た
が
、
人
々
は
土
地
の
所

有
権
を
確
保
す
る
た
め
に
次
第
に
枇
舎
を
形
成
し
、
共
同
の
力
で
自
己
の
所
有
物
を
一
切
の
侵
害
か
ら
守
ら
う
と
す
る
。
と
-
h

に
個

人
の
力
を
越
之
た
公
槻
力
則
岡
家
が
成
立
ナ
品
。
と
こ
ろ
で
土
地
の
私
有
と
共
に
地
主
と
土
地
を
喪
へ
る
耕
作
者
の
階
級
が
分
れ
る

の
で
あ
る
が
、
園
家
は
こ
の
階
級
閥
係
を
是
認
し
公
権
力
を
以
っ
て
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
印
ち
岡
家
は
地
主
の
土
地
所
有
権
を
保

諜
寸
る
ふ
仁
共
に
、
地
主
が
永
久
代
耕
作
者
か
ら
純
生
産
物
を
受
取
る
と
し
し
を
保
設

T
る
口
こ
れ
は
貨
に
典
抑
的
危
市
民
岡
家
の
概
念

で
あ
る
。
吾
々
は
と
の
図
家
観
か
ら
容
易
に
か
の
租
税
利
益
設
を
導
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
岡
家
は
市
民
の
財
産
を
保
護
す
る

た
め
に
経
費
を
必
要
と
ず
る
。
租
税
は
こ
の
公
共
費
の
代
償
と
し
て
財
産
の
所
有
者
か
ら
徴
牧
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
。

チ
ム
ル
d

ー
は
財
産
を
維
持
す
る
槽
利
と
納
税
義
務
、

或
は
国
家
が
市
民
に
奥
へ
る
公
共
的
利
盆
及
び
安
全

(
一

D
R
吾

2
2ヨ
ロ
ロ
♂

ω92a

B
E
E
g
o
-
)
と
市
民
の
負
婚
を
均
衡
さ
せ
ゃ
う
と
し
て
ゐ
る
。
と

L
K
至
っ
て
市
民
の
納
税
義
務
は
極
め
て
納
得
し
や
す
い
義
務
と

開

怒
る
。
卸
ち
「
ひ
と
が
納
税
義
務
に
服
す
る
の
は
財
産
を
維
持
す
る
た
め
に
他
た
ら
た
い
。
」
の
で
る
る
。
従
っ
て
財
産
(
土
地
)
を
有

し
友
い
勤
蛸
究
者
は
首
然
納
税
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
-
泣
い
。

チ
ェ
ル
ゴ

I
の
言
葉
に
従
へ
ば
「
勤
労
者
は
政
府
が

E
う
友
ら

と
何
の
か
h
は
り
が
あ
ら
う
か
。
」
(
心
z
・5
3
z
o
世一
d
q
E
E。一一丘
5
z
g
H
2
4
5
L
2
r豆
町

四

G
5
2
5
5
2
3
地
主
の
様
に

法
律
が
彼
に
牧
入
を
保
設
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
た
い
。

「
彼
は
た
E
そ
の
腕
を
も
っ
て
常
に
自
分
自
身
の
資
力
を
獲
得
す
る
だ
ら

チ
品
ル
ゴ

1
の
租
税
論

第
四
十
五
巻

第
五
競

九
七

六
八
九

( 

ζ 

Turgot， Memoire sur les mines et Carr，ie I'(~s~ Oeuvres. Tome. II.) 
TUTgot， Refl.exio田 . e. 17. 
Turgot， Plan d'un memoire ~ur les iJ::npositions. (Oeuvres， Tome. 1.) p. 400. 
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チ
ユ
ル

f
I
の
租
稔
論

A
F
四
十
五
巻

7c 

九
O 

第
五
披

九
l¥. 

与
」
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
と
の
勤
持
階
級
(
ζ

の
中
に
は
産
業
資
本
家
も
含
め
ら
れ
る
)
は
経
済
的
自
由
を
待
た
代
り
に
政
治
へ
の
参
劃

か
ら
除
外
さ
れ
色
。
他
方
租
殺
は
身
分
的
優
越
の
故
に
発
除
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
な
〈
、
ま
た
身
分
的
隷
属
の
放
に
課
せ
ら
れ
る
べ

き
も
の
で
も
友
い
。
売
ピ
土
地
財
産
を
所
有
し
園
家
の
保
護
を
う
け
る
と
云
ふ
理
由
で
の
み
課
税
せ
ら
れ
ね
ば
左
ら
な
い
。
か
〈
て

チ
ュ
ル
ゴ

1
の
所
諸
国
家
陀
は
土
地
所
有
者
な
る
が
故
に
シ
ト
ワ
イ
ヤ
ン
と
し
て
、

政
治
に
参
加
し
租
税
h
t
負
捨
ナ
る
地
主
と
、
A
世

権
力
を
代
理
、
執
行
す
る
砕
け
来
的
な
君
ま
が
存
注
す
る
だ
け
で
め
る
。

と
L
に
も
は
や
個
々
の
市
民
に
割
り
切
れ
取
い
特
標
的
身
分

は
存
在
し
な
い
市
北
ハ
は
右
産
者
の
み
の
公
共
闘
慌
で
あ
る
か
ら
、
各
人
は
明
白
な
公
共
的
利
径
の
概
念
を
持
ち
、
進
ん
で
こ
れ
に
貢

献
し
ゃ
う
と
す
る
納
税
道
徳
を
有
し
て
ゐ
る
。

チ
ェ
ル
ゴ
l
は
以
上
の
様
友
園
家
観
(
従
ワ
て
又
租
秘
蔵
)
を
貸
行
に
移
さ
う
と
し
た
。

部
ち
デ
ュ

ポ
ン
と
の
共
同
勢
作
に
よ
っ
て
会

こ
れ
は
チ
ュ
ル
ゴ

I
の
園
出
現
観
を
具
鶴
的
に
知
り
得
る

ば
か
り
で
な
ぐ
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
の
思
想
的
聯
闘
を
窺
ふ
に
極
め
て
重
要
左
資
料
で
あ
私
。
こ
の
案
に
現
れ
た
新
し
い
政
治

組
織
は
市
町
村
か
ら
始
ま
り
、

共
闘
億
改
造
案
と
し
て
ル
ヰ
十
六
世
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
が
と
れ
で
る
る
。

郡
、
州
等

の
上
級
の
公
共
闘
億
へ
次
第
に
縦
と
様
と
の
連
繋
か
ら
構
成
さ
れ
て
行
〈
様
左
傾
制

を
持
っ
て
ゐ
る
。
重
要
注
離
は
こ
L
で
は
身
分
的
特
樺
は
認
め
ら
れ
や
、
た

r
一
定
の
土
地
が
単
位
と
左
っ
て
一
つ
の
市
民
権
と
納

税
義
務
が
奥
へ
ら
れ
、
政
治
は
結
局
土
地
財
産
を
基
礎
と
し
て
行
は
れ
る
と
と
で
る
る
。
吾
々
は
と
の
改
法
案
に
つ
い
て
租
税
制
度

を
中
心
に
考
察
を
進
め
ゃ
う
。

先
づ
コ
ン
ミ
ュ
l
シ
(
農
村
と
都
市
)
の
組
織
が
最
も
詳
細
に
説
明
さ
れ
る
。
け
だ
し
そ
れ
以
上
の
組
織
は
と
れ
に
準
じ
て
規
律
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
農
村
の
組
織
か
ら
始
め
る
た
ら
ば
と

L
で
納
税
義
務
と
参
政
権
を
有
す
る
も
の
は
現
に
そ
の
農
村
に
土
地
を
所
有

51) Turgot， op. cIt. 
52) A. Neymarck， Turgot et ses doctrines. Tome. 1， p・426.
53) Memoire au roi， sur les Muuici戸 lites，5ur]a hierarchi~~ qu'on poll町aitetablir 

entre elles， et su! ]es services que le gouverdement ~;::n pouTrait tirer. (1775・)
(Oeuvres Tome II). 



ず
る
も
の
で
左
け
れ
ば
な
ら
友
い
。
蓋
む
財
産
を
所
有
す
る
者
の
み
が
、
そ
の
財
産
忙
封
ず
る
租
税
の
配
分
や
共
他
行
政
の
影
響
に

つ
い
て
自
然
的
友
闘
心
を
持
つ
か
ら
だ

J

従
っ
て
地
方
か
ら
地
方
へ
職
を
求
め
て
渡
り
あ
る
く
日
傭
労
働
者
、
職
人
、
或
は
商
賓
が

不
利
に
左
れ
ば
直
ち
に
他
の
地
方
へ
去
る
商
人
等
は
そ
の
土
地
の
政
治
に
閲
心
を
持
た
-
な
い
し
、
ま
た
そ
の
地
方
の
公
共
闘
樟
の
厄

介
に
も
た
ら
友
い
。
従
っ
て
と
れ
ら
の
人
々
に
納
税
義
務
を
負
は
せ
る
こ
と
は
出
来
司
泣
い
。
ム
」
と
ろ
で
地
主
に
参
政
機
と
納
税
義
務

を
限
定
す
る
と
し
て
も
、
問
題
は
土
地
の
大
き
さ
、
純
牧
入
の
量
で
あ
る
。
首
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
土
地
は
限
り
友
く
細
分
さ
れ
、

温
小
農
は
零
細
な
土
地
だ
け
で
は
生
活
し
得
や
、
賃
銀
柑
労
働
者
と
な
っ
て
ゐ
た
が
、

彼
等
は
、

チ
L

ル
ゴ
ー
に
よ
れ
ば
、
地
主
と
云

ふ
よ
り
も
む
し
ろ
所
謂
1

被
傭
者
階
級
」
の
範
鳴
に
入
る
。
従
っ
て
所
有
土
地
の
上
に
行
は
れ
る
農
村
の
行
政
、
租
税
の
配
分
に
つ
い

て
有
す
る
彼
等
の
閥
心
は
普
一
地
の
地
主
よ
り
も
少
い
わ
け
で
あ
る
。
放
に
彼
等
は
完
全
芯
市
民
備
を
持
た
な
い
、
部
分
市
民
(
ユ

5
3
Z

『

zn円
芯
白
川
号
日
)
で
あ
る
。

チ
ェ
ル
ゴ

l
は
普
通
一
家
族
を
養
ふ
に
足
る
六
百
リ
l
プ
ル
の
牧
入
を
も
た
ら
す
土
地
を
参
政
権
の
翠
位

と
し
た
。
即
ち
六
百
リ

1
プ
ル
の
牧
入
あ
る
地
主
は
一
人
の
代
表
を
、
百
五
十
リ
I
プ
ル
の
地
主
は
四
人
で
一
人
の
代
表
を
、
千
二

百
リ
1
プ
ル
の
地
主
は
二
人
の
代
表
を
菱
舎
に
怠
る
こ
と
が
出
来
る
。

と
の
農
舎
で
は
租
税
の
配
分
や
農
村
の
公
共
事
業
を
評
議
す

る
。
以
上
が
農
村
の
組
織
で
あ
る
o
斯
様
注
組
織
構
成
の
原
理
は
貨
幣
資
本
の
支
配
す
る
都
市
に
は
そ
の
ま
L
あ
て
は
ま
り
得
左
い
様

に
息
は
れ
る
だ
ら
う
。

然
る
に
と
L
で
も
チ
ュ
ル
ゴ
ー
は
や
は
り
重
農
製
波
の
主
張
を
貫
い
た
。

(
勿
論
此
貼
で
は
恐
ら
く
生
粋
の
重
農

畢
扱
ヂ
ユ
ポ
シ
の
設
が
多
分
に
取
入
れ
て
あ
る
ら
し
い
。
)
即
ち
彼
は
都
市
で
も
建
物
や
宅
地
等
の
不
動
産
の
所
有
者
に
納
税
義
務
を
負
は
せ

参
政
構
を
盟
(
へ
ゃ
う
と
す
る
の
で
る
る
。
け
だ
し
都
市
の
盛
衰
や
そ
の
行
政
の
如
何
に
最
も
闘
心
を
も
つ
の
は
都
市
に
於
け
る
不
動

産
の
所
有
者
だ
か
ら
で
あ
る
σ

都
市
が
柴
え
れ
ば
第
働
力
や
動
産
は
流
入
し
、
建
物
の
賃
貸
料
、
宅
地
の
地
代
は
騰
貴
し
、
都
市
が

チ
ー
ル
ゴ
ー
の
租
積
論

第
四
十
五
巻

六
九

第
五
競

九
jむ



チ
ユ
ル

f

l
白
租
稔
論

第
四
十
五
巻

アマ
九

第
五
競

O 
O 

表
へ
れ
ば
持
働
力
や
動
産
は
流
出
し
て
家
賃
や
地
代
は
下
落
す
る
。
か
〈
て
都
市
に
不
断
に
定
住
し
て
ゐ
る
不
動
産
の
所
有
者
だ
け

が
、
都
市
の
盛
衰
に
よ
っ
て
影
響
を
う
け
る
か
ら
市
民
穫
を
興
へ
る
べ
き
も
の
は

E
K
彼
等
だ
け
で
る
る
。
併
し
同
じ
不
動
産
の
所

有
者
で
も
、
家
主
の
所
得
は
土
地
牧
入
か
ら
の
汲
生
的
所
得
で
あ
る
か
ら
、
完
全
注
市
民
穫
を
持
ち
納
税
義
務
を
負
ふ
べ
き
も
の
は

宅
地
の
所
有
者
で
め
る
。
但
し
宅
地
の
地
代
は
常
に
家
賃
と
混
合
し
て
ゐ
る
か
ら
、
特
に
七
地
の
債
絡
一
高
五
千
リ
1
ブ
ル
を
以
て

農
村
の
地
代
六
百
リ

1
ブ
ル
と
同
等
の
慣
値
を
持
つ
も
の
と
し
て
市
民
権
の
単
位
と
す
る
。
か
i
h

る
襟
準
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
宅
地

所
布
者
の
代
表
同
市
台
所
}
組
腕
ず
る
。
市
曾

σは
宅
地
印
刷
の
収
入
h
f
h

以
L

路
町
ま
れ
る
市
の
公
共
事
業
、
市
偵
の
償
還

b

入
市
税
の
勝

止
、
租
税
の
配
分
等
々
を
討
議
す
る
。

以
上
の
様
左
市
町
村
公
共
闘
惜
の
上
に
郡
公
共
周
鰹
(
沼
ロ
ロ
山
口
一
宮
一
一
彦

L
2
2
0
D
L
U
E
S
Z
)
が
置
か
れ
る
。

と
与
で
は
各
コ
ン

ミみ

1
ン
を
代
表
す
る
代
表
者
逮
が
郡
舎
を
組
織
し
、
各
コ

y
ミ
ム
l
ン
の
農
業
牧
穫
.
市
町
村
税
の
配
分
欣
況
を
報
告
し
、
郡
税
の

配
分
を
討
議
す
る
。
代
表
者
の
報
告
に
よ
っ
て
、

各
コ
ン
ミ
品

l
y
の
土
地
財
産
額
が
明
か
に
さ
れ
る
か
ら
こ
れ
に
感
じ
て
代
表
者

の
席
次
を
決
定
し
、

同
時
に
コ

y
ミュ

1
ン
に
針
す
る
郡
税
配
分
の
基
準
と
す
る
。

と
の
郡
の
上
に
同
稼
た
原
理
に
基
い
て
州
公
共

閣
慢
及
び
州
品
閏
(
伊
国
凶
作
自
包
含
ω
同
》

5
4
2
門
主
主

が
組
織
さ
れ
る
。
最
後
に
州
の
上
に
立
ち
フ
ラ
ン
ス
王
国
全
惜
を
包
括
す
る
大
公
共

閣
鵠
、
或
は
王
園
公
共
闘
腫

(の

g
=白

ヨロロ一円山』)回一一昨品川町
W
]
r
H
Z
D
-
円一司
P
一町内山
ω

同

a
O
H
m
-
0
・

冨

E
笠
間
出
-
志
向
。
Z
E
F
臼
ロ

5
ヨzEO)
が
来

る
。
と
の
公
共
圏
鑓
の
議
舎
に
園
王
自
ら
出
席
し
、
大
液
大
臣
を
通
じ
て
園
王
の
必
要
と
認
め
る
同
家
全
躍
に
亙
る
事
業
を
主
張
し

そ
の
経
費
を
要
求
す
る
。
併
し
共
他
の
地
方
的
た
事
項
に
つ
い
て
は
各
州
の
代
表
者
の
自
由
た
討
議
に
委
ね
ら
れ
る
。
こ
の
議
舎
は

毎
年
牧
穫
期
十
一
月
過
ぎ
に
パ
リ
で
聞
か
れ
、
先
づ
各
州
の
代
表
者
が
州
の
耕
作
校
況
及
び
土
地
財
産
の
額
を
報
告
す
る
。
勿
論
乙



の
報
告
が
潟
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
以
前
に
市
町
村
合
、
郡
合
問
、
州
舎
が
聞
か
れ
て
各
地
の
事
情
が
明
か
に
・
な
っ
て
ゐ
友
け
れ
ば

友
ら
な
い
。
各
州
の
報
告
に
基
い
て
王
闘
金
剛
胞
の
土
地
財
産
の
分
配
に
闘
す
る
一
覧
表
が
作
成
さ
れ
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
園
税
を

各
州
へ
配
分
す
る
。

( 

宣主、d

以
上
の
様
な
改
革
案
を
圃
型
化
ナ
れ
ば
大
韓
次
の
様
に
な
る
だ
ら
う
。

州

税

l都会共闘捜[

君目

干#;

!市町村公共闘世|

ITJ 
川I

宇J
枕

↓ 

ヒ地所有者

主

臣

閣

-:}， 

チ
ユ
ル
ゴ
ー
は
こ
の
改
革
案
で
は
配
賦
税
の
俸
統
に
従
う
て
ゐ
る
。

一
定
の
税
率
に
よ
り
て
煎
接
各
人
の
牧
入
に
課
税
す
る
定
率
訟
の
方
法
は
蛍

局
主
個
人
と
の
磨
擦
を
多
〈

T
る
と
一
耳
ふ
貼
品
ら
反
謝
さ
れ
た
。

と
れ
が
チ
ュ
ル
ゴ

1
の
新
し
い
岡
家
組
織
特
に
新
し
い
租
税
制
度
ム
」
税
務
行
政
の
設
計
闘
で
あ
る
。

と
租
税
利
径
設
の
主
張
が
貫
か
れ
て
ゐ
る
。
特
に
財
産
の
故
に
(
P
E
Z宮
D
ロ
ハ

r
F
E
E
d
o
)

そ
こ
に
は
究
局
ま
で
車
税
論

に
課
税
し
、
財
産
の
額
に
賑
じ
て

市
民
楢
を
分
割
す
る
と
云
ふ
様
友
徹
底
し
た
租
税
利
毎
設
が
見
ら
れ
る
。

チ
ュ
ル
ゴ
ー
は
か
L
る
原
理
K
よ
っ
て
始
め
て
公
正
友
租

殺
が
貨
現
さ
れ
る
と
信
じ
て
疑
は
な
か
っ
た
様
で
る
る
。
彼
は
か
う
考
へ
て
ゐ
た
。
部
ち
一
切
の
土
地
所
有
者
は
土
地
財
産
の
保
護

と
増
殖
を
目
的
と
す
る
公
共
圏
慢
の
政
治
に
参
加
し
ゃ
う
と
す
る
の
は
首
然
マ
あ
る
。
然
る
に
参
政
機
は
一
定
の
土
地
収
入
額
或
は

財
産
額
に
膝
ビ
て
奥
へ
ら
れ
る
か
ら
、
参
政
槽
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
是
非
と
も
自
己
の
財
産
額
を
公
表
し
友
け
れ
ば
左
ら
な
い
。

チ
ユ
ル
ゴ
ー
の
租
続
論

第
四
十
五
巻

ノ、

九

第
五
競

O 



チ
品
ル
ゴ

1

D
租
枕
論

第
四
十
五
巻

第
五
披

O 

六
九
四

邸
ち
参
政
機
の
獲
得
は
同
時
に
財
産
、
牧
入
の
申
告
で
る
る
。
か
う
し
て
明
か
に
せ
ら
れ
た
財
産
に
感
じ
て
租
税
は
金
〈
市
民
自
ら

の
手
に
よ
っ
て
公
平
に
分
配
さ
れ
る
で
る
ら
う
と
。

チ
ュ
ル
ゴ
ー
は
か
L

る
租
税
制
度
が
多
刻
納
税
者
た
る
大
地
主
の
濁
宰
政
治
を

賓
現
す
る
結
果
に
は
た
ら
た
い
ピ
ら
う
か
と
云
ふ
こ
と
に
つ
い
て
全
く
考
へ
た
か
っ
た
b
け
で
は
な
い
。

併
し
チ
品
ル
ゴ

I
の
改
革

案
の
目
棋
は
専
ら
租
税
に
闘
す
る
身
分
的
特
楼
の
底
止
で
る
っ
た
か
ら
、
財
産
従
っ
て
資
本
が
そ
の
赤
株
々
h

の
姿
で
政
治
の
舞
墓

に
登
場
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
彼
の
救
迎
す
る
と
と
ら
?
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
改
革
案
の
放
叩
引
に
つ
い
て
は
頗
る
繋
観
的
で
あ
っ
た
。

と
の
新
し
い
組
織
に
よ
っ
て
土
地
所
有
者
の
利
絵
と
納
枕
義
務
の
関
係
は
肱
め
て
町
駅
に
な
る
ば
か
り
で
た
く
、

公
共
闘
艇
の
集
曾

に
於
け
る
租
税
の
配
分
や
公
共
事
業
に
閲
す
る
討
議
を
通
じ
て
、
各
市
民
は
公
共
心
を
養
ひ
租
税
の
本
質
を
理
解
す
る
。
公
共
園
陸

は
そ
の
ま
L
特
穂
階
級
を
勝
蒙
し
て
市
民
的
租
税
倫
迎
を
吹
き
と
む
教
育
機
関
と
友
る
。

か
く
て
チ
ュ
ル
ゴ
ー
は
か
う
結
論
す
る
c

「
終
に
数
年
後
に
は
、

陛
下
は
新
し
い
人
民
を
持
た
れ
る
で
せ
う
。

陛
下
が
今
ま
で
至
る
底
に
見
ら
れ
た
様
た
腐
敗
・
卑
劣
、
好
策

食
慾
の
代
り
に
、
至
る
庭
に
有
徳
、
無
私
、
五
直
、
熱
意
を
見
ら
れ
る
こ
左
で
せ

h
o」

だ
が
五
口
々
は
更
に
進
ん
で
首
時
フ
ラ
ン
ス
に
醸
成
さ
れ
て
ゐ
た
民
主
革
命
へ
の
思
想
的
背
景
か
ら
見
て
、

と
の
チ
品
ル
ゴ

1
の
税

制
改
革
案
は
如
何
な
る
進
歩
性
と
保
守
性
を
持
っ
て
ゐ
た
か
検
討
し
止
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
。

チ
ュ
ル
ゴ

l
の
計
叢
は
嘗
時
フ
ラ
ン
ス

の
絶
封
王
制
の
牢
封
建
的
性
質
を
も
っ
と
も
よ
く
表
現
し
て
ゐ
る
身
分
的
税
制
を
有
康
者
の
利
第
の
た
め
に
改
革
し
ゃ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
と
と
は
言
を
侯
た
な
い
。
租
税
は
も
は
や
支
配
者
の
恋
意
や
特
権
的
身
分
の
利
益
に
従
っ
て
分
配
さ
れ
る
の
で
は
た
く
、

財
産
(
資
本
)
の
分
配
を
基
準
と
し
て
有
産
者
の
園
家
か
ら
う
け
る
利
径
の
代
償
ム
」
し
て
賦
課
さ
れ
る
も
の
で
る
忍
。

而
も
有
産
者
の

利
益
を
も
っ
と
も
よ
く
理
解
し
て
ゐ
る
の
は
有
産
者
自
身
で
-
泣
け
れ
ば
な
ら
た
い
。

か
く
て
チ
ュ
ル
ゴ
ー
は
あ
ら
ゆ
る
公
共
闘
健
の

Turgot1 op. cit. p. 516. 
Turgot， op. cit. p. 549・
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機
関
に
有
産
者
又
は
そ
の
代
表
者
を
参
加
せ
し
め
、
税
務
行
政
の
自
主
性
を
確
保
し
ゃ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
殊
に
州
合
、
那
舎

市
町
村
舎
等
の
地
方
議
舎
は
嘗
時
中
央
政
府
か
ら
地
方
に
派
遣
さ
れ
た
知
事
の
鹿
制
と
不
公
平
た
租
税
の
配
分
に
封
抗
ず
る
手
段
で

あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
賓
際
チ
ェ
ル
ゴ
1
の
改
革
案
は
、

王
黛
の
則
か
ら
は
、
ル
ソ
1
の
理
想
案
ヂ
ナ
不
1
プ
共
和
園
の
様
に
プ
ラ

謁

ン
ス
王
園
を
寸
断
し
ゃ
う
と
す
る
危
険
思
想
で
る
る
と
断
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

併
し
貨
は
玉
黛
が
考
へ
た
程
、

千
ェ
ル
ゴ
1
の
思
想
は
過
激
な
も
の
で
は
た
く
、
む
し
ろ
税
制
改
革
の
推
進
力
と
し
て
え
ら
ば
れ

た
も
の
は
絶
叫
制
不
可
分
の
王
様
で
あ
っ
た
。

チ
ュ
ル
ゴ
ー
は
ま
だ
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
指
導
原
理
と
恋
っ
た
人
民
主
権

(
8
5
2
a
s広

ロ
ω-tog-
。}

特
に
千
三
ペ
コ
1
の
改
革
案
で
は
、
園
民
議
曾
予
g
E
Z恥
E
E
Z
O
E
E
の
役
割
を

の
観
念
を
理
解
し
た
か
っ
た
。

日
目
「
〈
?
寸

E
目
、
と
士
、
自
慢

5
義
幸
宝
、
司
一
七
〉

F
t
「

5
E
t
正
F
↓

q
k
卜
z
f
Jた
主
主
停
止
院
「

5
告
り
ど
ち
γ
‘
李
主

L
戸

-
3

E
ヌ

U
F
E
『
一
一
に
民
生
当
日
出
川
L
d
i
d
ι
4
N
I
-
4
3
司
v
J
4
4
革
本
1
1し
H
M
I
Z
一2
3
1
1
q
A
-
1
-
2
i
f
E一一T
J
U車
i
4
4
』
つ
/
一
〈
叶
司
ト

i
t勺
日

る
黙
は
注
目
に
値
す
る
。
加
之
、

上
級
の
公
共
圏
髄
か
ら
ヨ
ン
ミ
ヰ

1
ン
に
至
る
ま
で
著
し
〈
政
治
性
を
飲
き
、
た
ピ
地
方
の
農
業

と
租
税
配
分
の
聞
係
を
陳
情
す
る
農
舎
の
様
在
役
割
を
演
じ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。

ヂ
ヱ
ル
ゴ

1
自
ら
ル
ヰ
十
六
世
に
次
の
様
に
念

を
ゐ
し
て
ゐ
る
。

「
こ
の
公
共
圏
慢
の
集
曾
は
徹
頭
徹
尾
公
共
園
値
の
集
曾
に
温
ぎ
な
い
の
で
、
決
し
て
岡
家
の
議
舎
で
は
あ
り
ま

ぜ
ん
。
共
は
そ
の
組
織
を
通
じ
て
各
地
の
租
税
の
配
分
と
特
殊
な
要
求
を
表
明
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
う
が
、
併
し
陛
下
の
財
政
改

革
の
必
要
と
す
る
断
固
た
る
寅
行
に
劃
し
て
反
封
ず
る
権
限
を
有
ち
ま
せ
ん
。
」
か
ゃ
う
た
単
な
る
地
方
的
利
害
を
代
表
す
る
人
身
の

集
り
は
近
代
的
友
代
議
政
治
の
観
念
で
-
な
い
と
と
は
言
ふ
ま
で
も
た
い
@

併
し
チ
ュ
ル
ゴ

l
の
改
革
案
の
根
本
的
友
保
守
性
は
や
は
り
税
務
行
政
や
共
他
の
政
治
に
針
し
て
た
ピ
地
主
階
級
の
参
加
し
か
認

め
ら
れ
て
ゐ
な
い
鞘
で
あ
る
a

勿
論
か
h

る
地
主
園
出
来
の
建
設
に
よ
っ
て
他
国
、

一
切
の
動
産
所
有
者
や
勤
持
階
級
は
租
税
負
婚
か

チ
品
ル
プ

1
白
租
税
論

第
四
十
五
巻

六
九
五

第
五
抗

O 

Leon Cheini出 e，Les idees politiq1.le:s de:s physiocrate.:s. p. lA5・
Turgot， op. cit. p. 547・
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宇
品
ル

f

I
の
租
秘
論

第
四
十
五
巻

六
九
六

第
五
銭

O 
四

必
解
放
さ
れ
て
、
経
済
的
自
由
を
奥
へ
ら
れ
る
c

併
し
と
の
粧
済
的
自
由
の
領
域
印
ち
生
産
枇
舎
は
政
治
に
参
加
す
る
詮
を
輿
へ
ら

れ
や
、
た

r
地
主
階
級
だ
げ
が
生
産
舵
合
金
代
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
参
政
権
を
輿
へ
ら
れ
る
に
過
ぎ
友
い
と
す
れ
ば
、

い
ま
や

チ
ュ
ル
ゴ
l
の
政
治
醐
酬
の
保
守
性
は
明
か
で
あ
ら
う
。

彼
の
改
革
案
は
市
民
的
原
理
に
北
町
く
と
は
言
ひ
占
た
が
ら
、
共
は
大
土
地
所
有

を
慕
礎
と
す
る
封
建
的
ナ
プ
ソ
リ
コ
ー
テ
イ
ズ
ム
の
外
見
を
持
っ
て
ゐ
る
。

か
や
う
に
数
々
の
醤
制
度
と
の
安
協
を
含
ん
?
ゐ
る
改
革
案
も
、

大
破
大
臣
千
ュ
ル
ゴ
ー
を
と
り
ま
く
閥
家
の
上
臨
服
部
か
ら
見
れ

ぽ
医
忙
革
命
的
反
窓
見
守
る
っ
た
。
久
し
く
地
主
階
叡
陀
免
税
特
械
を
興
で

と
の
特
権
酌
地
主
」
利
諮
問
闘
係
を
同
じ
〈
し
た
ル
ヰ

十
六
世
に
と
っ
て
、
地
主
を
集
め
て
公
然
と
租
税
を
要
求
す
る
こ
と
は
事
賃
上
特
様
階
級
に
封
ず
る
宣
戦
布
告
に
も
等
し
い
と
と
で

あ
勺
た
。
と
の
揚
合
、
地
主
の
納
税
義
務
と
そ
の
参
政
権
の
均
衡
を
説
〈
機
械
論
的
友
租
税
利
益
設
は
何
の
役
に
も
立
ち
さ
う
に
見

え
廷
か
っ
た
。

「
五
閣
の
地
主
遣
を
集
め
て
、
彼
等
か
ら
租
税
を

ル
ヰ
十
六
世
は
チ
ュ
ル
ゴ

1
の
改
革
案
を
か
う
批
評
し
て
ゐ
る
。

要
求
す
れ
ば
、
そ
れ
は
紋
等
を
駆
っ
て
と
の
課
税
に
針
し
て
反
抗
せ
し
め
る
手
段
で
あ
る
。
・
:
・
:
:
・
王
権
は
不
可
分
な
る
が
故
に
経

針
的
で
あ
る
と
の
玉
聞
に
と
っ
て
、
常
設
の
議
舎
を
作
ら
う
と
す
る
考
へ
は
、

そ
の
根
底
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
開
舎
の

瞬
間
か
ら
国
王
と
園
民
の
聞
に
は
武
力
以
外
の
何
等
の
聯
絡
も
存
し
友
〈
捻
る
。

ji---
チ
ュ
ル
ゴ

1
氏
の
理
想
は
と
の
上
も
注
〈

危
険
で
る
り
、
そ
の
新
鮮
さ
は
反
抗
を
呼
び
さ
ま
さ
せ
色
。
」
と
の
改
革
案
を
契
機
と
し
て
チ
ュ
ル
ゴ

1
は
罷
免
さ
れ
た
。
そ
れ
と
同

時
に
専
制
君
主
の
頭
に
租
税
の
自
然
法
を
吹
き
込
ま
ふ
と
し
た
チ
ュ
ペ
コ

1
の
経
済
撃
の
髄
系
も
崩
壊
し
た
。

チ
品
ル
ゴ

1
の
意
闘

し
た
も
の
は
更
に
ラ
ヂ
カ
ル
宏
形
で
、
下
か
ら
の
兵
主
革
命
に
よ
っ
て
寅
現
さ
れ
ね
ば
た
ら
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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穴

む

す

ぴ

五口

h

は
以
上
で
チ

f
N
ゴ
l
の
租
税
論
を
あ
ら
ゆ
る
則
商
か
ら
庚
〈
考
察
し
同
時
に
政
治
経
済
撃
の
某
一
本
的
左
命
題
が
そ
の
中
を

如
何
陀
貫
い
て
ゐ
る
か
を
検
討
し
た
。
彼
の
租
税
論
の
各
部
は
資
本
や
牧
入
の
理
論
の
如
き
政
治
経
済
曜
の
中
植
に
結
び
つ
き
、
「
自

由
、
財
産
、
安
全
」
(
一
一
『
皇
子
守
♀
ュ
笠
宮
耳
目
品
)
の
如
き
政
治
経
済
翠
の
イ
デ
ー
は
租
税
論
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
貫
い
て
ゐ
る
。
而

も
こ
の
チ
ェ
ル
ゴ

1
の
租
税
論
は
先
づ
租
税
の
某
礎
た
る
新
し
い
生
産
方
法
と
生
産
闘
係
の
認
識
を
以
て
始
ま
り
、

と
れ
と
醤
い
身

分
的
税
制
と
の
矛
盾
よ
り
生
宇
る
数
々
の
社
合
的
、
政
治
的
害
悪
の
考
察
を
経
て
、
奮
い
税
制
に
代
る
ぺ
雪
新
し
い
粗
税
制
度
の
玉

張
を
以
て
終
る
。

こ
の
聞
の
論
理
の
運
び
は
如
何
に
も
機
械
論
的
で
あ
り
、
蛮
い
体
統
的
誤
謬
に
ま
と
は
れ
て
ゐ
る
と
は
云
へ
、

e
-'・Fι巴司

も
か
〈
に
h

で
粧
組
問
感
が
盛
岡
的
に
身
分
的
税
制
の
批
判
忙
乗
り
出
L
、
苦
税
制
の
市
民
的
税
制
に
よ
っ
て
置
き
か
へ
ら
れ
る
べ
き

必
然
性
を
論
詰
し
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
租
税
論
史
上
ま
と
と
に
注
目
に
値
ひ
す
る
事
柄
で
あ
る
。
か
く
し
て
租
税
論
は
そ
の
中
に
る

ら
ゆ
る
要
求
や
主
張
や
ら
が
雑
然
と
左
げ
と
ま
れ
る
合
財
袋
で
は
な
く
、
始
め
て
枇
合
科
墜
と
し
て
の
面
白
を
そ
な
へ
た
の
で
あ
っ

た
。
共
は
税
制
改
革
の
統
一
的
左
理
論
で
る
り
、
或
は
れ
U

し
ろ
租
税
制
度
の
史
的
発
展
の
理
論
で
あ
る
。

も
し
チ
ェ
ル
ゴ

1
の
租
税

論
の
現
代
的
意
義
が
問
は
れ
る
と
し
た
ら
、
共
は
恐
ら
く
以
上
の
様
な
結
に
存
ず
る
で
る
ら
う
。

チ
品
ル
ゴ
ー
の
租
税
論

第
四
十
五
巻

六
九
七

第
五
競

O 
五


